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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
一
号
（
令
和
二
年
三
月
刊
）

一

　研
究
の
背
景

　

稿
者
は
高
等
学
校
に
お
い
て
明
示
的
な
理
解
方
略
指
導
を
実
践
し
て
い
る
。

　

理
解
方
略
は
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
キ
ル
と
は
区
別
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
稿
者

は
、
前
者
を
「
理
解
を
目
的
と
し
て
柔
軟
に
活
用
さ
れ
る
読
み
の
方
法
に
関
す

る
知
識
（
註
₁
）」
の
こ
と
で
、
後
者
を
「
理
解
を
目
的
と
せ
ず
と
も
無
意
識
の
う
ち
に

運
用
さ
れ
て
し
ま
う
定
型
的
な
情
報
処
理
技
能
」
の
こ
と
と
考
え
て
い
る
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
方
略
が
技
能
化
さ
れ
て
自
動
的
に
発
揮
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
過
程
が
想
定
さ
れ
る
な
ど
（
秋
田
、
₂
₀
₀
₈
）、
方
略
と
ス
キ
ル
の

区
別
は
短
簡
に
説
明
が
つ
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
井
関
（
₂
₀
₁

₉
）
に
よ
る
「
最
低
限
の
整
合
性
を
確
立
す
る
た
め
の
推
論
が
行
わ
れ
な
い
こ

と
も
あ
る
し
、
任
意
性
が
高
い
は
ず
の
高
度
な
処
理
が
不
必
要
な
と
き
で
も
生

じ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
過
程
は
、
意
味
を
取
る
努
力
と
い
う
よ

り
は
、
情
報
の
表
面
的
な
類
似
性
に
基
づ
い
て
働
く
」（
₉₃
頁
）
と
い
う
指
摘
を

踏
ま
え
れ
ば
、
理
解
過
程
に
お
け
る
方
略
的
な
推
論
は
、
情
報
の
表
面
的
な
類

似
性
に
よ
っ
て
概
ね
自
動
的
に
生
起
し
て
お
り
、
文
章
や
文
脈
（
課
題
や
目
標
、

環
境
を
含
む
）
か
ら
要
求
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
意
識
的
に
制
御
す
る
こ

と
も
で
き
る
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
（
註
₂
）。
学
習
者
は
理
解
方
略
を
必
ず

し
も
合
理
的
な
思
慮
の
末
に
活
用
し
な
い
が
、
そ
の
自
動
化
は
不
可
逆
的
な
も

の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
の
状
態
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
重
要
な
の

は
、
学
習
者
が
「
文
章
や
文
脈
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
に
で
き
る
だ
け
注

意
を
怠
ら
ず
に
、
理
解
方
略
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
よ
り
正
確
な
文
章
表
象
を

作
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」
だ
と
稿
者
は
考
え
る
。

二

　理
解
方
略
指
導
の
実
際

　

二
〇
一
九
年
度
に
稿
者
が
指
導
対
象
と
し
て
選
ん
だ
理
解
方
略
は
、「
題
名
」

「
論
理
」「
評
価
」「
細
部
」「
主
張
」「
教
室
」「
繰
返
」「
構
造
」「
細
部
」「
心

情
」
の
九
つ
で
あ
る
。
学
習
者
全
員
に
、
各
理
解
方
略
に
つ
い
て
の
説
明
を
記

載
し
た
用
紙
を
配
付
し
て
、
学
習
指
導
を
実
践
し
た
（
図
₁
）。

　

こ
の
理
解
方
略
表
に
記
載
さ
れ
た
説
明
に
は
不
満
が
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ

【
第
60
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
2

高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
理
解
方
略
指
導
に
関
す
る
一
考
察

︱
︱﹃
羅
生
門
﹄
か
ら
﹃
富
獄
百
景
﹄
に
至
る
二
学
期
間
の
授
業
分
析
を
通
し
て
︱
︱

神

　部

　
　
　智
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な
い
。
一
般
に
、
理
解
方
略
を
活
用
す
る
た
め
に
は
「
宣
言
的
知
識
（
ど
の
よ

う
な
方
略
か
）」「
手
続
的
知
識
（
そ
の
方
略
は
ど
う
使
う
の
か
）」「
条
件
的
知

識
（
そ
の
方
略
は
い
つ
使
う
の
か
、
な
ぜ
使
う
の
か
）」
と
い
っ
た
一
連
の
方
略

に
関
す
る
知
識
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
方
略
表
で
は
そ
の
説
明
が
か
な

り
簡
潔
に
見
え
る
か
ら
だ
。
ま
た
、「
論
理
」
や
「
細
部
」
の
方
略
で
取
り
扱
う

範
囲
が
広
す
ぎ
る
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
学
習
者
は
理
解
方
略

を
必
ず
し
も
合
理
的
な
思
慮
（「
こ
の
文
章
を
読
む
に
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
方
略

の
使
用
を
選
択
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
」）
の
末
に
活
用
し
て
お
ら
ず
、「
課
題
が

必
要
と
し
て
い
る
場
合
の
み
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
要
し
ま
す
」（
甲
田
、
₂
₀
₀

₉
、
₁₃₂
頁
）。
こ
の
課
題
が
与
え
ら
れ
た
状
況
下
で
は
、
方
略
に
つ
い
て
の
詳
細

な
手
続
的
知
識
や
条
件
的
知
識
は
合
理
的
な
解
決
に
確
か
に
役
立
つ
。
し
か
し
、

米
国
に
お
け
る
読
み
の
指
導
の
展
開
を
概
観
し
たB

eers&
Probst

、
山
元
訳
（
₂

₀
₁
₈
）
が
「
教
師
の
方
を
見
て
発
問
を
待
っ
て
い
る
多
く
の
生
徒
の
姿
」（
₅₅

頁
）
を
見
て
取
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
学
習
者
の
文
脈
（
課
題
や
目
標
）
に

対
す
る
注
意
力
は
高
め
は
し
て
も
文
章
に
対
す
る
注
意
力
を
高
め
は
せ
ず
、
課

題
や
質
問
を
創
発
す
る
ア
イ
デ
ア
を
提
供
し
て
も
く
れ
な
い
の
だ
。

　

こ
う
し
た
現
状
に
対
し
、B

eers&
Probst

、
山
元
訳
（
₂
₀
₁
₈
）
は
、「
些

細
で
見
逃
し
や
す
い
手
が
か
り
よ
り
も
、
ス
キ
ル
が
十
分
で
な
く
あ
ま
り
熱
心

で
な
い
読
者
で
も
見
つ
け
る
こ
と
を
学
べ
る
よ
う
な
」
も
の
で
、「
さ
ま
ざ
ま
な

テ
ク
ス
ト
に
生
徒
が
応
用
で
き
る
ひ
と
つ
の
原
則
を
も
た
ら
す
」（
と
も
に
₅₇

頁
）
も
の
、
つ
ま
り
「
道
標
（Signposts

）」
と
な
る
文
章
の
特
徴
（
図
₂
）
を
、

「
何
度
で
も
使
え
る
よ
う
に
す
る
言
葉
（generalizable language

）」
と
し
て
学

習
者
が
常
時
確
認
で
き
る
よ
う
に
明
示
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
（
註
₃
）。

　

稿
者
の
理
解
方
略
指
導
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
踏
ま
え
て
い
る
。
明
示
的

な
理
解
方
略
指
導
は
、B

eers&
Probst

が
言
う
よ
う
に
、「
方
略
を
合
理
的
に
使

用
し
て
与
え
ら
れ
た
課
題
を
解
決
す
る
力
」
を
育
て
る
だ
け
で
は
な
く
、「
当
の

課
題
解
決
的
な
理
解
過
程
を
生
起
さ
せ
る
契
機
と
な
る
文
章
の
特
徴
に
対
す
る

注
意
関
心
」
を
育
て
る
こ
と
に
も
貢
献
で
き
る
は
ず
だ
。
こ
れ
を
め
ざ
し
稿
者

図 ₁　配付した理解方略表
（Ｂ ₆サイズで両面印刷し、ラミ
ネートしてある。拡大したもの
を参考資料として稿末に載せた。
裏面には記述方略として「解答」
「考察」「感想」「意見」「要約」
の五つをあげ、理解方略と同様
に指導の対象としている。）

図 ₂　Beers&Probstが学習者
に配付したとされる栞
状の「道標」表
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は
、
各
方
略
を
学
習
者
が
気
づ
き
や
す
い
文
章
の
特
徴
に
即
し
て
命
名
し
、
読

解
中
の
連
想
と
制
御
に
負
荷
が
か
か
り
に
く
い
原
則
的
な
手
続
的
知
識
の
み
を

書
き
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
稿
者
が
指
導
対
象
と
す
る
各
理
解
方
略

は
、
自
動
的
な
理
解
過
程
に
お
い
て
は
「
も
し
Ａ
（
文
章
の
特
徴
）
を
見
つ
け

た
ら
、
Ｂ
（
手
続
）
す
る
」
と
い
う
認
知
的
負
荷
の
小
さ
い
記
述
形
式
で
保
存

さ
れ
、
課
題
解
決
的
な
理
解
過
程
に
お
い
て
は
「
も
し
Ｚ
（
課
題
の
条
件
や
特

徴
）
で
あ
れ
ば
、
Ａ
（
文
章
の
特
徴
）
に
注
目
し
て
、
Ｂ
（
手
続
）
す
る
」
と

い
う
よ
り
詳
細
な
記
述
形
式
で
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

三

　問
題
の
所
在

　

も
ち
ろ
ん
理
解
方
略
表
を
配
付
し
た
だ
け
で
、
学
習
者
が
文
章
の
特
徴
に
注

意
を
怠
ら
ず
に
、
理
解
方
略
を
活
用
す
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
学
習

者
に
「
題
名
」「
論
理
」「
細
部
」
と
い
っ
た
文
章
の
各
特
徴
と
、
そ
れ
を
み
つ

け
た
際
に
と
る
べ
き
具
体
的
な
手
続
を
、
実
際
の
授
業
の
中
で
理
解
さ
せ
、
方

略
に
関
す
る
知
識
を
精
緻
化
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
註
₄
）。

　

こ
の
理
解
方
略
の
精
緻
化
過
程
に
つ
い
て
、
濵
田
（
₂
₀
₁
₀
）
は
「
国
語

科
の
授
業
に
お
い
て
学
習
者
が
﹃
専
有
﹄
す
る
文
化
的
道
具
と
し
て
読
み
の
方

略
に
注
目
す
る
」（
₄₃
頁
）
と
述
べ
、
そ
の
過
程
を
ア
プ
ロ
プ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

（
専
有
）
と
い
う
概
念
を
用
い
て
分
析
し
（
註
₅
）、
学
習
者
が
他
者
の
使
用
す
る
方
略
を

一
時
的
に
「
借
用
」
す
る
段
階
を
見
出
し
た
。
ま
た
、
濵
田
を
踏
ま
え
た
中

原
・
河
野
（
₂
₀
₁
₃
）
は
「
教
師
の
対
話
的
な
関
わ
り
を
基
盤
と
し
た
知

識
・
技
能
の
﹃
専
有
﹄
に
向
け
た
学
習
者
相
互
の
応
答
関
係
」（
₂₈
頁
）
に
つ
い

て
詳
細
な
事
例
分
析
を
行
い
、「
自
己
の
考
え
の
形
成
」「
他
者
の
考
え
と
の
差

異
の
実
感
」「
自
他
の
考
え
の
比
較
」「
振
り
返
り
」「
葛
藤
と
納
得
」「
知
識
・

技
能
の
自
覚
」
と
い
っ
た
専
有
過
程
の
段
階
性
を
析
出
し
た
。

　

ま
た
、
勝
田
・
澤
田
（
₂
₀
₁
₈
）
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
フ
レ
イ
、
吉
田

訳
（
₂
₀
₁
₇
）
の
「
責
任
の
移
行
モ
デ
ル
」
を
参
考
に
、「
焦
点
を
絞
っ
た
指

導
」「
教
師
が
ガ
イ
ド
す
る
指
導
」「
協
働
学
習
」「
個
別
学
習
」
の
四
段
階
の
う

ち
、
特
に
個
別
学
習
段
階
の
学
習
過
程
に
つ
い
て
分
析
し
、
方
略
の
簡
単
な

レ
ッ
ス
ン
や
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
（
個
別
指
導
）
に
お
い
て
は
教
師
が
学
習
者
に

理
解
方
略
の
使
用
を
無
理
強
い
し
な
い
こ
と
が
重
要
だ
と
指
摘
し
た
。

　

次
節
で
詳
述
す
る
が
、
稿
者
が
実
践
し
た
学
習
指
導
は
こ
れ
ら
の
研
究
の
成

果
を
参
考
に
組
み
立
て
ら
れ
て
お
り
、
類
似
す
る
点
は
多
い
。
し
か
し
濵
田

（
₂
₀
₁
₀
）
の
研
究
が
計
十
二
時
間
、
中
原
・
河
野
（
₂
₀
₁
₃
）
の
研
究
が

計
七
時
間
、
勝
田
・
澤
田
（
₂
₀
₁
₈
）
の
研
究
が
一
時
間
程
度
の
授
業
過
程

を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
方
略
に
関
す
る
知
識
の
長
期

的
な
精
緻
化
過
程
に
つ
い
て
は
、
研
究
の
余
地
が
あ
る
。

　

稿
者
自
身
、
神
部
（
₂
₀
₁
₈
）
に
お
い
て
、﹃
史
記
﹄﹃
項
羽
と
劉
邦
﹄
を

教
材
と
し
て
、
質
問
紙
法
と
記
述
物
分
析
の
結
果
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
高
等

学
校
漢
文
授
業
に
お
け
る
理
解
方
略
指
導
の
効
果
を
検
証
し
た
も
の
の
、
こ
の

際
稿
者
が
実
践
し
た
授
業
は
六
時
間
程
度
に
満
た
ず
、
長
期
的
に
学
習
者
の
姿

を
追
跡
す
る
と
い
う
点
で
は
課
題
が
残
さ
れ
て
い
た
（
註
₆
）。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
滋
賀
県
立
彦
根
東
高
等
学
校
一
年
生
を
対
象
に
稿
者
が

実
践
し
た
、﹃
羅
生
門
﹄
か
ら
﹃
富
嶽
百
景
﹄
に
至
る
ま
で
の
二
学
期
間
の
授
業

（
国
語
総
合
：
現
代
文
）
を
長
期
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
国
語
科
に
お
け
る
明

示
的
な
理
解
方
略
指
導
の
効
果
を
検
証
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
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四

　学
習
指
導
の
実
際

　

授
業
開
き
を
除
け
ば
、﹃
羅
生
門
﹄
か
ら
﹃
富
嶽
百
景
﹄
に
至
る
ま
で
の
二
学

期
間
に
扱
っ
た
教
材
は
計
六
つ
で
あ
り
、
計
四
十
二
時
間
の
授
業
を
実
践
し
て

い
る
。
各
単
元
で
指
導
対
象
と
し
た
理
解
方
略
を
表
₁
に
示
す
。
授
業
実
践
の

対
象
と
な
っ
た
滋
賀
県
立
彦
根
東
高
等
学
校
一
年
生
は
、
三
ク
ラ
ス
計
百
二
十

名
で
、
お
よ
そ
半
数
が
国
立
大
学
に
進
学
す
る
程
度
の
学
力
で
あ
る
。
理
解
方

略
指
導
の
長
期
的
な
効
果
検
証
を
試
み
る
に
あ
た
り
、
で
き
る
だ
け
煩
雑
さ
を

避
け
る
た
め
、
本
節
で
は
学
習
者
Ａ
に
焦
点
を
当
て
、
彼
が
「
細
部
」
方
略
を

精
緻
化
し
て
い
く
過
程
を
追
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（
1
）「
旅
す
る
力
」
沢
木
耕
太
郎
（
授
業
開
き
）
　四
時
間

　
「
旅
す
る
力
」（
沢
木
耕
太
郎
）
は
、
四
種
の
方
略
に
つ
い
て
指
導
し
つ
つ
進

め
、
最
終
時
に
理
解
方
略
表
（
図
₁
）
を
配
付
し
た
。
第
一
時
に
、
グ
ル
ー
プ

で
題
名
読
み
に
取
り
組
ま
せ
、
全
体
で
交
流
し
た
。
そ
し
て
「
人
間
の
力
と
し

て
の
背
丈
」
に
つ
い
て
記
述
し
て
く
る
よ
う
指
示
し
た
。
次
時
に
「
日
本
と
台

湾
の
英
語
力
」
と
い
う
例
文
で
「
論
理
」
と
「
評
価
」
に
つ
い
て
簡
単
に
レ
ッ

ス
ン
し
て
か
ら
、
記
述
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
た
。
ま
た
「﹃
距
離
﹄
が
少
し
ず

つ
⋮
」
に
お
け
る
表
記
上
の
工
夫
に
つ
い
て
記
述
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
お
き
、

次
時
に
「
細
部
」
表
現
の
意
味
に
つ
い
て
解
説
し
た
。
第
四
時
に
は
「
⋮
は

﹃
無
力
さ
の
感
覚
﹄
だ
っ
た
」
に
お
け
る
内
容
の
と
ら
え
方
を
「
細
部
」
に
つ
い

て
思
い
出
さ
せ
つ
つ
グ
ル
ー
プ
で
交
流
さ
せ
て
、
解
説
し
た
。

　

こ
の
単
元
で
の
学
習
者
Ａ
の
感
想
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

︻
初
読
︼
私
は
「
旅
す
る
力
」
と
い
う
の
は
、
読
書
と
い
う
旅
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
旅
す
る
か
と
い
う
話
だ
と
な
ん
と
な
く
あ
り
そ
う
な
文
章
を
考

え
て
い
た
。
だ
が
実
際
の
文
章
は
、
本
当
に
世
界
中
を
旅
す
る
上
で
の
力

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
で
登
場
し
た
「
旅
す
る
力
」
は
、
日
本
で
普
段
生

き
て
い
く
中
で
も
、
こ
の
人
と
は
ど
う
接
す
る
か
べ
き
か
、
を
見
計
る
力

で
も
あ
り
、
距
離
を
考
え
る
力
だ
と
思
う
。

︻
読
後
︼
は
じ
め
に
感
想
を
書
い
た
と
き
は
、
筆
者
が
こ
ら
し
た
細
部
の
工

夫
に
気
づ
か
ず
、「
距
離
」
を
距
離
と
そ
の
ま
ま
に
書
い
て
し
ま
っ
た
。
内

容
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
よ
か
っ
た
が
、
表
記
に
こ
め
ら
れ
た
筆
者

の
思
い
に
も
気
を
つ
け
よ
う
と
思
っ
た
。

表 ₁　単元計画

教材 理解方略

旅する力 ◎題名　◎論理
◎評価　◎細部

羅生門 論理　◎繰返
○細部　◎心情

サイボーグと
クローン人間

題名　論理　○評価
細部　◎構造

夢十夜 論理　繰返　○細部

美しさの発見 題名　論理　評価
○細部　○構造

経済の論理／
環境の倫理 題名　論理　構造

富嶽百景 論理　評価
○細部　○心情

◎…方略使用モデルを見せ説明した方略
○…特に指導対象として交流もした方略
※教科書は桐原書店のもの
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こ
の
よ
う
な
感
想
か
ら
は
、
第
一
に
、
教
科
書
教
材
を
読
み
深
め
る
過
程
を
、

理
解
方
略
に
つ
い
て
説
明
す
る
簡
単
な
レ
ッ
ス
ン
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

示
唆
さ
れ
る
。
第
二
に
、
学
習
者
Ａ
に
よ
る
自
己
の
理
解
過
程
の
反
省
は
、
記

述
課
題
に
上
手
く
解
答
で
き
な
か
っ
た
経
験
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
と
示
唆
さ
れ

る
（
こ
れ
は
方
略
精
緻
化
過
程
に
お
け
る
「
読
み
の
困
難
」
の
重
要
性
を
指
摘

す
る
古
賀
（
₂
₀
₁
₅
）
の
見
解
と
も
一
致
す
る
）。
第
三
に
、「
細
部
」
方
略

の
手
続
的
知
識
は
、
稿
者
が
板
書
し
た
よ
う
な
か
た
ち
（
図
₃
）
で
印
を
つ
け

る
よ
う
に
記
憶
さ
れ
、
条
件
的
知
識
は
「
も
し
表
記
上
の
細
か
い
工
夫
を
見
つ

け
た
ら
（
問
わ
れ
た
ら
）、
手
続
す
る
」
と
い
う
形
式
で
記
憶
さ
れ
た
こ
と
が
示

唆
さ
れ
る
。
学
習
者
Ａ
は
確
か
に
「
細
部
」
方
略
に
関
す
る
知
識
を
得
た
が
、

読
後
感
想
の
内
容
と
筆
致
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
だ
そ
れ
ら
を
精
緻
化
し

て
は
い
な
い
。

（
2
）「
羅
生
門
」
芥
川
龍
之
介

　八
時
間

　
「
羅
生
門
」
は
、
指
示
語
を
お
さ
え
な
が
ら
、
下
人
の
「
心
情
」
推
移
に
影
響

し
た
出
来
事
に
つ
い
て
記
述
さ
せ
て
、
解
説
す
る
か
た
ち
で
進
め
た
。
第
三
時

に
、
な
ぜ
下
人
が
「
あ
る
強
い
感
情
」
感
情
を
抱
い
た
か
を
グ
ル
ー
プ
で
考
え

記
述
さ
せ
た
。
そ
の
後
、「
急
に
泣
く
男
」
と
い
う
例
文
を
用
い
て
、「
心
情
」

に
つ
い
て
簡
単
に
レ
ッ
ス
ン
し
た
後
、
解
説
し
た
。
ま
た
、
繰
返
し
登
場
す
る

「
に
き
び
」
の
意
味
に
つ
い
て
も
グ
ル
ー
プ
で
考
え
さ
せ
、
出
来
の
よ
か
っ
た
考

察
を
全
体
に
紹
介
し
、
こ
れ
が
「
繰
返
」
だ
と
説
明
し
た
。「
羅
生
門
」
で
は
、

読
後
感
想
は
記
述
さ
せ
ず
に
、「
①﹃
羅
生
門
﹄
を
別
の
視
点
か
ら
リ
ラ
イ
ト
」

「
②﹃Sentim

entalism
e

﹄
に
み
ら
れ
る
細
部
の
工
夫
」「
③
芥
川
龍
之
介
の
改
稿

意
図
」
か
ら
選
択
さ
せ
、
考
察
を
記
述
さ
せ
た
。

　

こ
の
単
元
で
の
学
習
者
Ｂ
の
考
察
記
述
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

Sentim
entalism

e

を
使
っ
て
い
る
の
は
、
芥
川
自
身
が
こ
の
物
語
の
語
り

手
で
は
な
く
、
別
に
存
在
す
る
「
語
り
手
」
だ
。
自
分
の
視
点
で
は
な
く

「
語
り
手
」
の
物
語
る
話
を
再
構
築
し
た
と
い
う
点
で
、
こ
の
物
語
に
奥
行

き
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
り
手
は
、Sentim

entalism
e

と
い
っ

た
外
来
語
、
当
時
新
し
く
入
っ
て
き
た
言
葉
を
利
用
し
て
、
古
典
作
品
を

現
代
的
視
点
を
持
っ
て
再
構
築
し
た
の
だ
と
言
え
る
。
す
る
と
、
芥
川
龍

之
介
の
と
っ
た
新
現
実
主
義
の
考
え
方
で
あ
る
、「
理
知
を
も
っ
て
物
語
を

虚
構
の
箱
庭
に
再
構
築
す
る
」
と
い
う
の
に
も
合
致
す
る
（
語
り
手
の
存

在
を
作
る
こ
と
で
、
語
り
手
の
再
構
築
し
た
箱
庭
を
芥
川
が
俯
瞰
す
る
体

に
な
っ
て
い
る
）。
思
う
に
、Sentim

entalism
e

は
単
に
語
り
手
の
指
向
を

表
す
単
な
る
符
号
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
語
り
方
を
す
る
語
り
手
の
話
を

所
々
批
評
し
な
が
ら
ま
と
め
て
い
っ
た
作
品
が
「
羅
生
門
」
と
い
う
作
品

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
は
、
第
一
に
、「
細
部
」
方
略
が
学
習
者
Ｂ
の
語
り
手

へ
の
注
目
を
促
し
、
か
つ
読
み
深
め
た
内
容
と
芥
川
龍
之
介
の
執
筆
背
景
と
を

結
び
つ
け
る
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
第
二
に
、「
箱
庭
」
と

い
っ
た
表
現
は
稿
者
の
発
言
内
容
に
影
響
を
受
け
て
考
察
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と

図 ₃
学習者Ａ
のノート
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を
表
し
て
い
る
が
、
考
察
記
述
時
に
図
書
館
で
行
っ
た
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
が
学

習
者
Ｂ
の
理
解
を
深
め
た
こ
と
を
示
唆
し
て
も
い
る
。
こ
う
し
た
考
察
記
述
を

交
流
し
、「
細
部
」
方
略
と
と
も
に
「
語
り
手
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
全
体

（
学
習
者
Ａ
含
む
）
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
た
（
註
₇
）。

（
3
）「
サ
イ
ボ
ー
グ
と
ク
ロ
ー
ン
人
間
」
山
崎
正
和

　五
時
間

　
「
サ
イ
ボ
ー
グ
と
ク
ロ
ー
ン
人
間
」
は
入
学
後
は
じ
め
て
扱
う
説
明
的
文
章
で

あ
っ
た
。
指
示
語
や
対
比
関
係
を
中
心
に
「
論
理
」
に
つ
い
て
記
述
さ
せ
、
次

時
に
解
説
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
進
め
た
。
第
四
時
に
は
「﹃
危
険
﹄
な
好
奇
心

を
警
戒
⋮
」
に
つ
い
て
記
述
し
て
お
く
よ
う
指
示
し
、
解
説
し
た
。
最
終
時
に

は
、「
構
造
」
方
略
に
つ
い
て
説
明
し
て
、
構
造
図
を
ま
と
め
た
。

　

こ
こ
で
観
察
さ
れ
た
学
習
者
Ａ
の
事
例
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
第
四
時
に
、
学
習
者
に
「﹃
危
険
﹄
な
好
奇
心
を
警
戒
⋮
」
と
あ
る
が
ど

う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
問
を
与
え
、
記
述
さ
せ
た
。

②
学
習
者
Ａ
は
、「
人
々
は
、
危
険
に
思
え
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
を
警
戒
し
て

い
る
が
⋮
」
と
い
う
記
述
を
な
し
た
。「
で
は
な
ぜ
﹃
﹄
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
か
」
と
問
う
と
、「
筆
者
は
サ
イ
ボ
ー
グ
技
術
の
ほ
う
を
本
当
に
危

険
と
考
え
て
い
る
か
ら
」
と
返
答
し
た
。

③
数
日
後
、
工
藤
直
子
の
小
説
「
象
の
ブ
ラ
ン
コ
（
部
分
）」
が
一
学
期
期

末
考
査
で
出
題
さ
れ
た
。
考
査
問
題
を
解
説
し
た
際
に
、
学
習
者
Ａ
に

「（
う
ち
の
愛
す
る
と
う
ち
ゃ
ん
ぞ
）」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と

発
問
し
、
口
頭
で
答
え
さ
せ
た
。

④
学
習
者
Ａ
は
「
心
の
声
み
た
い
な
も
の
」
と
返
答
し
た
。
稿
者
は
「
ど

こ
に
注
目
す
る
と
そ
れ
が
わ
か
る
か
」
と
問
う
た
。
す
る
と
、「
話
の
流

れ
的
に
？ 

な
ん
と
な
く
わ
か
っ
た
」
と
返
答
し
た
。

　

こ
の
事
例
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
「﹃
距
離
﹄
が
少
し
ず
つ
⋮
」
等
で
活
用
を
訓

練
し
、「Sentim

entalism
e

」
で
理
解
を
深
め
た
は
ず
の
「
細
部
」
表
現
注
目
方

略
を
、
学
習
者
Ａ
は
「﹃
危
険
﹄
な
好
奇
心
を
警
戒
⋮
」
に
は
転
移
し
て
用
い
た

が
、「（
う
ち
の
⋮
と
う
ち
ゃ
ん
ぞ
）」
に
は
転
移
し
て
用
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
の
原
因
は
三
つ
考
え
ら
れ
、
第
一
に
、
文
章
の
表
面
上

の
差
異
、
第
二
に
、
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
の
差
異
、
第
三
に
、
出
題
形
式
の
差
異

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
原
因
を
特
定
す
る
に
は
至
ら
な
い
が
、「
」
か
（
）
か
、
教

科
書
掲
載
の
説
明
的
文
章
か
問
題
集
掲
載
の
文
学
的
文
章
か
、
記
述
問
題
か
口

頭
発
問
か
、
と
い
っ
た
些
少
に
思
え
る
要
因
が
「
細
部
」
方
略
の
転
移
を
妨
げ

た
ら
し
い
と
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
と
き

に
学
習
者
Ａ
は
、
稿
者
の
「（
）
も
細
部
じ
ゃ
な
い
？
」
と
い
う
問
い
か
け
に

「
あ
ー
⋮（
確
か
に
）」
と
い
う
よ
う
な
返
答
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
方
略
が

転
移
し
な
い
状
況
こ
そ
「
細
部
」
方
略
に
関
す
る
知
識
の
精
緻
化
を
は
か
る
上

で
は
重
要
な
段
階
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
い
返
さ
れ
る
。

（
4
）「
夢
十
夜
：
第
一
夜
」
夏
目
漱
石

　二
時
間

　
「
夢
十
夜
：
第
一
夜
」
で
は
、
夏
目
漱
石
に
つ
い
て
解
説
し
、
初
読
の
感
想
を

記
述
さ
せ
た
後
、「
細
部
」
に
注
目
し
て
「
百
合
は
女
か
」
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ

で
考
察
さ
せ
、
交
流
し
た
後
、
読
後
感
想
を
記
述
さ
せ
た
。

　

こ
の
単
元
で
の
学
習
者
Ａ
の
感
想
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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︻
初
読
︼
星
の
破
片
を
墓
の
上
に
置
い
て
い
た
が
、
そ
れ
が
苔
の
生
え
た
丸

い
石
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
、
男
の
人
は
何
年
も
そ
こ
に
い
て
、
百
年
が

た
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
た
。

︻
読
後
︼
こ
の
物
語
に
で
て
く
る
百
合
は
女
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
な
ぜ

な
ら
、「
百
合
」
は
、
百
で
合
う
と
書
く
し
、「
真
っ
白
な
頬
」「
真
っ
白
な

百
合
」
の
よ
う
に
、
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
他
に
も
、「
う

り
ざ
ね
顔
」「
細
長
い
一
輪
の
つ
ぼ
み
」
や
「
潤
い
の
あ
る
目
」「
露
の
滴

る
」
と
い
っ
た
共
通
点
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
百
合
は
や
っ
ぱ
り
女
だ
と

考
え
た
。

　

こ
の
よ
う
な
感
想
か
ら
は
、「
細
部
」
に
注
目
し
て
考
察
す
る
活
動
の
中
で
学

習
者
Ａ
が
、「
百
で
合
う
」
と
表
記
す
る
「
百
合
」
だ
け
で
な
く
、「
真
っ
白
」

と
い
う
色
彩
表
現
な
ど
を
「
作
者
に
よ
る
細
部
の
工
夫
」
と
み
な
し
、「
細
部
」

方
略
を
使
用
す
る
条
件
に
含
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

（
5
）「
美
し
さ
の
発
見
」
高
階
秀
爾

　六
時
間
（
夏
期
休
暇
明
け
）

　
「
美
し
さ
の
発
見
」
で
は
、「
美
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
た
後
、
指
示
語

や
内
容
理
解
を
中
心
に
記
述
さ
せ
、
解
説
さ
せ
る
か
た
ち
で
進
め
た
。
第
一
時

に
は
、「﹃
発
見
﹄」
と
い
う
言
葉
が
「﹃
発
明
﹄」
と
対
比
さ
れ
、「
昔
か
ら
ち
ゃ

ん
と
存
在
し
て
い
た
け
れ
ど
誰
も
気
づ
か
な
か
っ
た
も
の
を
見
つ
け
出
す
こ
と
」

と
い
う
意
味
で
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
。
最
終
時
に
は
「
サ
イ

ボ
ー
グ
と
ク
ロ
ー
ン
人
間
」
で
学
習
し
た
「
構
造
」
方
略
を
踏
ま
え
、
構
造
図

を
作
成
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
全
体
で
交
流
し
た
。

　

こ
の
単
元
で
の
学
習
者
Ａ
の
ノ
ー
ト
に
は
図
₄
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

こ
の
ノ
ー
ト
か
ら
は
、
学
習
者
Ａ
が
鉤
括
弧
と
い
う
表
記
上
の
特
徴
に
対
し

て
「
細
部
」
方
略
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
図
₃
に
示
し
た
書

き
方
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
学
習
者
Ａ
が
同
様
の
手
続
的
知
識
を
活
用

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
注
目
し
た
い
の
は
、
図
₃
の
と
き
に
は
「
細

部
に
は
意
味
が
あ
る
」
と
書
い
て
い
た
の
に
対
し
、
図
₄
で
は
「
細
部
」
と
い

う
記
載
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
細
部
」
と
い
う
言
葉
が
「
何
度
で
も

使
え
る
よ
う
に
す
る
言
葉
（generalizable language

）」
と
な
り
、
方
略
を
使

用
す
る
条
件
や
手
続
き
に
つ
い
て
の
知
識
が
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
、
方
略
に

関
す
る
知
識
が
一
時
的
に
精
緻
化
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

（
6
）「
経
済
の
論
理
／
環
境
の
倫
理
」
岩
井
克
人

　五
時
間

　
「
経
済
の
論
理
／
環
境
の
倫
理
」
で
は
、
題
名
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、

対
比
構
造
を
意
識
さ
せ
た
。
こ
の
説
明
的
文
章
は
、「
前
近
代
」「
近
代
」
と

い
っ
た
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
解
説
を
中
心
に
進
め
た
。「
細
部
」
方
略
を
含
め
、

方
略
指
導
を
積
極
的
に
進
め
た
単
元
で
は
な
い
の
で
、
省
略
す
る
。

図 ₄
学習者Ａのノート
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（
7
）「
富
嶽
百
景
」
太
宰
治

　十
二
時
間

　
「
富
嶽
百
景
」
で
は
、「
私
」
の
心
情
や
、
富
士
山
に
対
す
る
印
象
の
変
化
と
、

そ
れ
に
影
響
し
た
出
来
事
を
解
釈
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
進
め
た
。「
じ
め
じ
め

泣
い
」
た
の
は
な
ぜ
か
、
や
「
よ
く
や
っ
て
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
な

ど
記
述
さ
せ
、
グ
ル
ー
プ
で
交
流
さ
せ
て
、
解
説
し
た
。

　
「
や
っ
て
い
や
が
る
」
や
「
お
う
、
こ
い
つ
ら
を
よ
ろ
し
く
頼
む
ぜ
」「
ト
ン

ネ
ル
の
冷
た
い
地
下
水
」
な
ど
、
学
習
者
ら
の
力
で
は
分
析
す
る
こ
と
が
難
し

い
で
あ
ろ
う
細
部
の
表
現
や
事
物
に
つ
い
て
も
、
粘
り
強
く
発
問
応
答
と
解
説

を
繰
り
返
し
、
解
釈
や
考
察
を
引
き
出
し
た
。
最
終
時
に
は
、「
レ
ン
ズ
か
ら
女

を
﹃
追
放
﹄
し
た
の
は
な
ぜ
か
」「
富
士
を
﹃
ほ
お
ず
き
﹄
に
た
と
え
た
の
は
な

ぜ
か
」
を
グ
ル
ー
プ
で
考
察
さ
せ
、
出
来
の
よ
か
っ
た
も
の
を
紹
介
し
、
解
説

し
た
。

　

こ
の
単
元
で
の
学
習
者
Ａ
の
感
想
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

︻
読
後
︼
最
初
は
ず
っ
と
同
じ
よ
う
な
富
士
山
の
話
が
続
い
て
い
て
、
太
宰

は
何
が
言
い
た
い
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
東
京
で
泣
く
前
に

太
宰
に
な
に
が
あ
っ
た
か
と
か
、
ト
ン
ネ
ル
の
意
味
を
知
っ
た
ら
話
の
流

れ
が
整
理
で
き
た
。
け
し
の
花
や
ほ
お
ず
き
の
よ
う
な
小
道
具
み
た
い
な

も
の
も
他
の
人
み
た
い
に
う
ま
く
考
え
れ
た
ら
い
い
と
思
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
感
想
か
ら
は
、
学
習
者
Ａ
が
「
け
し
の
花
」「
ほ
お
ず
き
」
と

い
っ
た
事
物
を
「
細
部
」
方
略
を
活
用
す
る
条
件
と
み
な
し
は
じ
め
た
こ
と
が

示
唆
さ
れ
る
。「
小
道
具
」
と
い
う
言
葉
は
「
細
部
」
方
略
を
踏
ま
え
た
全
体
解

説
の
際
に
稿
者
が
口
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
濵
田
（
₂
₀
₁
₀
）
で

言
え
ば
言
葉
を
「
借
用
」
し
て
い
る
段
階
だ
と
言
え
る
。
学
習
者
Ａ
は
「
美
し

さ
の
発
見
」
時
に
一
時
的
に
精
緻
化
し
て
い
た
「
細
部
」
方
略
を
解
き
ほ
ぐ
し
、

「
小
道
具
」
と
い
う
言
葉
を
方
略
を
活
用
す
る
条
件
の
う
ち
に
含
め
る
よ
う
試
み

て
い
る
段
階
に
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

五

　考
察

　

理
解
方
略
の
精
緻
化
過
程
に
つ
い
て
総
合
考
察
を
述
べ
る
。

　

本
稿
で
示
唆
さ
れ
た
の
は
、
第
一
に
、
理
解
方
略
の
精
緻
化
過
程
の
ご
く
初

期
段
階
で
は
、
課
題
と
自
己
の
能
力
と
の
差
異
を
自
覚
さ
せ
、
自
己
の
理
解
過

程
に
関
す
る
反
省
を
促
す
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
賀
（
₂
₀

₁
₅
）
は
既
有
の
方
略
使
用
で
は
解
決
で
き
な
い
「
読
み
の
困
難
」
の
重
要
性

を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
は
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

第
二
に
、
精
緻
化
過
程
の
比
較
的
早
い
段
階
で
、
あ
ま
り
直
面
し
な
い
条
件

は
棄
却
さ
れ
、
頻
繁
に
目
撃
す
る
文
脈
で
の
み
適
用
可
能
な
か
た
ち
で
精
緻
化

が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
習
者
Ａ
の
場
合
は
「
サ
イ
ボ
ー
グ
と
ク

ロ
ー
ン
人
間
」
の
第
四
時
、
つ
ま
り
計
十
六
時
間
（
週
二
時
間
配
当
）
す
な
わ

ち
六
～
八
週
間
程
度
が
経
過
し
た
後
で
こ
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

　

第
三
に
、
精
緻
化
過
程
の
中
途
で
は
、
課
題
と
自
己
の
能
力
と
の
差
異
と
い

う
よ
り
は
、
他
者
（
特
に
他
学
習
者
）
の
能
力
と
自
己
の
能
力
と
の
差
異
が
、

方
略
の
精
緻
化
を
促
進
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
習
者
Ａ
が
方
略
を
精
緻

化
し
て
い
く
の
は
、「
象
の
ブ
ラ
ン
コ
」
の
発
問
応
答
で
稿
者
の
「
ど
う
し
て
そ

れ
が
答
え
ら
れ
な
い
の
？
」
と
い
う
一
瞬
の
驚
き
に
さ
ら
さ
れ
た
の
を
端
緒
と

し
て
、「
第
一
夜
」「
富
嶽
百
景
」
で
他
学
習
者
の
優
れ
た
発
表
を
聞
い
た
後
で
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あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
は
、
教
科
書
を
中
心
に
し
て
複
数
の
理
解
方

略
に
関
す
る
指
導
を
実
践
す
る
場
合
、
学
習
者
に
よ
っ
て
は
理
解
方
略
を
精
緻

化
す
る
の
に
三
个
月
以
上
の
月
日
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
も
示
唆
さ
れ
た
。

六

　成
果
と
課
題

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
明
示
的
な
理
解
方
略
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
山
元

（
₂
₀
₁
₈
）
を
も
と
に
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
文
章
理
解
過
程
の
合
理
性
仮

定
を
退
け
る
場
合
、
理
解
方
略
の
記
述
は
文
脈
に
依
拠
し
た
「
詳
細
さ
」
よ
り

も
、
文
章
に
依
拠
し
た
「
簡
潔
さ
（
利
用
し
や
す
さ
）」
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ

と
主
張
し
た
。
次
に
、
理
解
方
略
の
精
緻
化
過
程
に
関
す
る
先
行
研
究
を
概
観

し
た
の
ち
、﹃
羅
生
門
﹄
か
ら
﹃
富
獄
百
景
﹄
に
至
る
二
学
期
間
の
授
業
分
析
を

通
し
て
、
学
習
者
Ａ
が
理
解
方
略
を
精
緻
化
し
、
文
章
の
「
細
部
」
へ
の
注
意

関
心
を
高
め
て
い
く
さ
ま
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
そ
の
精
緻
化
過
程
に
つ

い
て
、
ど
の
時
期
に
ど
の
段
階
に
至
る
の
か
を
実
証
的
に
検
討
し
、
学
習
者
に

よ
っ
て
は
、
様
々
な
文
脈
で
活
用
可
能
な
ほ
ど
に
方
略
を
精
緻
化
す
る
の
に
、

三
个
月
以
上
の
時
間
を
要
す
と
考
察
し
た
。

　

し
か
し
本
稿
で
は
、
学
習
者
Ａ
の
事
例
検
討
を
周
到
に
計
画
し
て
行
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
明
示
的
な
理
解
方
略
指
導
が
教
室
全
体
に
お
よ
ぼ
す
効
果
に
つ

い
て
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
、B

eers&
Probst

（
₂

₀
₁
₆
）
を
参
考
に
し
て
、
方
略
指
導
の
原
理
を
い
っ
そ
う
洗
練
さ
せ
つ
つ
、

長
期
的
な
理
解
方
略
指
導
の
効
果
に
つ
い
て
、
質
問
紙
や
記
述
物
分
析
で
集
め

た
量
的
デ
ー
タ
を
も
と
に
検
証
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

註（
₁
）　
「Schraw

とM
oshm

an

（
₁
₉
₉
₅
）
は
、
方
略
に
つ
い
て
の
知
識
を

①
宣
言
的
知
識
、
②
手
続
き
的
知
識
、
③
条
件
的
知
識
の
₃
つ
に
分
類
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
方
略
に
つ
い
て
の
知
識
を
精
緻
化
す
る
の
に
役
立

つ
。
宣
言
的
知
識
は
方
略
の
内
容
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
が
、
手
続
き

的
知
識
は
、
具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
り
、

実
際
に
あ
る
方
略
を
使
お
う
と
す
る
と
き
に
必
要
と
な
る
。
ま
た
、（
中

略
＝
稿
者
）、
そ
の
方
略
を
い
つ
使
え
ば
よ
い
の
か
、
な
ぜ
使
う
の
か
と

い
っ
た
条
件
的
知
識
が
必
要
と
な
る
。」（
三
宮
、
₂
₀
₀
₈
、
₈
頁
）

（
₂
）　

例
え
ば
「A

lex

は
男
性
に
も
女
性
に
も
使
わ
れ
る
名
前
で
女
性
の
名

A
lexandra

の
愛
称
だ
が
、
男
性
の
名A

lexander

の
愛
称
で
も
あ
る
」
と

い
う
文
を
読
ん
だ
時
に
「
男
女
で
同
じ
な
ん
だ
な
」
と
な
ん
と
な
く
思
う

が
、
い
ざ
「A

lexandra

の
愛
称
は
何
か
」
と
い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
た
と

き
に
は
も
う
少
し
念
入
り
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
₃
）　

B
eers&

P
robst

、
山
元
訳
（
₂
₀
₁
₈
）
は
、
学
習
者
が
理
解
過
程
を

実
行
す
る
手
助
け
と
な
る
文
学
的
文
章
の
特
徴
と
し
て
、「
予
想
外
の
行

動
」「
ア
ハ
体
験
」「
難
問
」「
賢
者
の
言
葉
」「
繰
り
返
し
」「
回
想
の
場

面
」
の
六
つ
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
教
室
に
掲
示
し
た
り
、
栞
状
に
し
て
配

付
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（
₄
）　

長
谷
（
₂
₀
₁
₀
）
は
「
留
意
点
は
、
繰
り
返
し
活
用
す
る
中
で
、
深

化
・
統
合
さ
れ
、
精
緻
化
さ
れ
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
。
留
意
点
を
活
用

す
る
度
に
、
留
意
点
と
し
て
の
意
味
が
明
確
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
」
と
述
べ
、
方
略
が
活
用
可
能
な
も
の
と
し
て
「
精
緻
化
」
さ
れ

る
か
は
、「
具
体
的
事
例
を
伴
っ
た
﹃
学
び
﹄
と
抽
象
的
な
留
意
点
と
の
往
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復
」（
と
も
に
₄
頁
）
に
か
か
る
と
予
想
し
て
い
る
。

（
₅
）　

ア
プ
ロ
プ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
バ
フ
チ
ン
の
ア
イ
デ
ア
を
ヴ
ィ
ゴ
ツ

キ
ー
理
論
に
取
り
入
れ
て
拡
張
さ
せ
た
ワ
ー
チ
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ

た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
基
づ
け
ば
、
紙
や
ハ
ン
マ
ー
な
ど
の
技
術

的
道
具
の
使
用
法
や
、
言
語
や
記
号
の
使
用
法
は
、
文
化
的
道
具
の
ひ
と

つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
（
石
黒
、
₂
₀
₀
₄
）。
学
習
者
は
、
あ
る
社
会
に

お
い
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
文
化
的
道
具
の
使
用
に
熟
達
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
構
成
員
と
し
て
当
該
社
会
へ
の
参
加
を
果
た
す
（
同
時
に
、
文
化
的

道
具
に
対
す
る
自
主
的
な
意
味
づ
け
を
成
立
さ
せ
、
学
習
者
は
社
会
を
変

化
さ
せ
る
）。

（
₆
）　

広
島
県
立
広
高
等
学
校
に
お
け
る
ア
ク
シ
ョ
ン
・
リ
サ
ー
チ
を
通
し
て
、

「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
Ｒ
Ｗ
）」
型
学
習
指
導
の
効
果
を

検
証
し
た
。
本
稿
で
は
「
Ｒ
Ｗ
」
型
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
理
解
方
略
指
導
全

般
の
効
果
を
検
証
す
る
。

（
₇
）　

学
習
者
Ａ
は
「﹃
羅
生
門
﹄
を
別
の
視
点
か
ら
リ
ラ
イ
ト
」
の
課
題
に
取

り
組
ん
で
い
た
の
で
、「Sentim
entalism

e

」
と
い
う
細
部
表
現
に
し
っ
か

り
注
目
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
考
察
を
交
流
し
全
体
に
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
し
た
こ
と
で
、
学
習
者
Ａ
に
も
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。

参
考
・
引
用
文
献

K
ylene B

eers &
 R

obert E
. P

robst ( 2016) R
eading N

onfiction: N
otice &

 

N
ote: stances, signposts, strategies. H

einem
ann.

秋
田
喜
代
美
（
₂
₀
₀
₈
）「
文
章
の
理
解
に
お
け
る
メ
タ
認
知
」
三
宮
真
智
子

編
﹃
メ
タ
認
知 

学
習
を
支
え
る
高
次
認
知
機
能
﹄
北
大
路
書
房
、
₉₇
～
₁₀₉
頁

石
黒
広
昭
（
₂
₀
₀
₄
）﹃
社
会
文
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
実
際
︱
学
習
活
動
の
理

解
と
変
革
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
︱
﹄
北
大
路
書
房

勝
田
光
・
澤
田
英
輔
（
₂
₀
₁
₈
）「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ

る
優
れ
た
読
み
手
の
育
成
︱
₁
時
間
の
授
業
過
程
の
分
析
︱
」﹃
国
語
科
教

育
﹄、
₈₄
、
₅₈
～
₆₆
頁

神
部
智
（
₂
₀
₁
₇
）「
評
価
基
準
の
内
面
化
を
促
す
国
語
科
学
習
指
導
に
関
す

る
一
考
察
︱﹃
学
生
参
加
型
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
﹄
の
有
効
性
を
仮
説
検
証
す
る
こ

と
を
通
し
て
︱
」﹃
論
叢
国
語
教
育
学
﹄、
₁₃
、
₁₆
～
₂₆
頁

神
部
智
（
₂
₀
₁
₈
）「
学
習
者
の
主
体
的
な
関
与
を
促
す
古
典
学
習
指
導
の
開

発
︱
高
等
学
校
漢
文
授
業
へ
の
﹃
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹄
の

導
入
︱
」﹃
国
語
教
育
研
究
﹄、
₅₉
、
₇₁
～
₈₂
頁

神
部
智
・
山
元
隆
春
（
₂
₀
₁
₈
）「﹃
読
み
の
深
さ
﹄
を
評
価
す
る
ル
ー
ブ

リ
ッ
ク
の
開
発
過
程
に
関
す
る
一
考
察
︱﹃
一
般
化
可
能
性
理
論
﹄
に
よ
る
信

頼
性
の
検
討
を
通
し
て
︱
」﹃
教
職
開
発
研
究
﹄、
₁
、
₁
～
₁₀
頁

古
賀
洋
一
（
₂
₀
₁
₅
）「
説
明
的
文
章
の
読
解
方
略
指
導
に
お
け
る
条
件
的
知

識
の
学
習
過
程
︱
自
己
調
整
学
習
理
論
を
枠
組
み
と
し
て
︱
」﹃
国
語
科
教

育
﹄、
₇₈
、
₂₉
～
₃₆
頁

三
宮
真
智
子
（
₂
₀
₀
₈
）「
メ
タ
認
知
研
究
の
背
景
と
意
義
」
三
宮
真
智
子
編

﹃
メ
タ
認
知 

学
習
力
を
支
え
る
高
次
認
知
機
能
﹄
北
大
路
書
房
、
₁
～
₁₆
頁

ダ
グ
ラ
ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
、
吉
田
新
一
郎
訳
（
₂
₀

₁
₇
）﹃「
学
び
の
責
任
」
は
誰
に
あ
る
の
か 

「
責
任
の
移
行
モ
デ
ル
」
で
授

業
が
変
わ
る
﹄
新
評
論

冨
安
慎
吾
（
₂
₀
₁
₃
）「
知
識
の
創
造
に
資
す
る
方
略
記
述
実
践
に
つ
い
て
の

検
討
︱
パ
タ
ー
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
と
い
う
方
法
を
中
心
に
︱
」﹃
国
語
科
教
育
﹄、
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₇₄
、
₃₀
～
₃₇
頁

中
原
佑
輔
・
河
野
順
子
（
₂
₀
₁
₃
）「﹃
専
有
﹄
を
引
き
起
こ
す
説
明
的
文
章

学
習
指
導
に
関
す
る
一
考
察
」﹃
熊
本
大
学
教
育
学
部
紀
要
﹄、
₆₂
、
₂₁
～
₂₈

頁
長
谷
浩
也
（
₂
₀
₁
₀
）「
振
り
返
り
の
重
視
に
よ
る
学
び
の
自
覚
︱﹃
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
﹄
領
域
の
指
導
を
通
し
て
︱
」﹃
教
育
実
践
学
研
究
﹄、
₁₁

（
₂
）、
₁
～
₁₀
頁

濵
田
秀
行
（
₂
₀
₁
₀
）「
小
説
の
読
み
の
対
話
的
な
交
流
に
お
け
る
﹃
専
有
﹄」

﹃
国
語
科
教
育
﹄、
₆₈
、
₄₃
～
₅₀
頁

福
田
由
紀
（
₂
₀
₀
₉
）「
私
た
ち
は
文
章
を
正
確
に
と
こ
と
ん
読
ん
で
い
る
だ

ろ
う
か
？
︱
文
章
理
解
モ
デ
ル
に
関
す
る
浅
い
処
理
の
視
点
︱
」﹃
法
政
大
学

文
学
部
紀
要
﹄、
₅₈
、
₇₅
～
₈₆
頁

間
瀬
茂
夫
（
₂
₀
₁
₃
）「
理
解
方
略
指
導
研
究
」
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
編

﹃
国
語
科
教
育
の
成
果
と
展
望
Ⅱ
﹄
学
芸
図
書
、
₂₂₃
～
₂₄₀
頁

山
元
隆
春
（
₂
₀
₁
₈
）「
文
学
作
品
の
﹃
精
読
（close reading
）﹄
の
方
法
を

ど
の
よ
う
に
学
ば
せ
る
か
？
︱
登
場
人
物
の
﹃
予
想
外
の
行
動
﹄
を
道
標
と

し
て
︱
」﹃
論
叢
国
語
教
育
学
﹄、
₁₄
、
₅₃
～
₇₂
頁

付
記

　

本
稿
は
、
第
六
〇
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
の
研
究
討
議
（
二

〇
一
九
年
八
月
十
二
日
（
月
）
於
広
島
大
学
教
育
学
部
）
の
当
日
発
表
用
資
料

に
大
幅
な
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
質
疑
応
答
や
発
表
後
の
意
見
交

換
の
場
に
お
い
て
、
先
生
方
、
先
輩
方
を
含
め
多
く
の
方
か
ら
貴
重
な
ご
意
見

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
滋
賀
県
立
彦
根
東
高
等
学
校
）
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参考資料（学習者に配布した理解方略表：拡大図）




